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修
士
課
程
二
年

朴

　

卿

は
じ
め
に

猫
が
人
間
と
関
係
を
持
ち
始
め
た
の
は
、
お
よ
そ
五
千
年
前
、
ア
フ
リ
カ
の
リ
ビ
ア
地
方
の
山
猫
を
エ
ジ
プ
ト
人
が
飼
い
慣
ら
し
た
こ

と
が
そ
の
始
原
と
い
わ
れ
て
い
る
。

日
本
と
韓
国
の
場
合
も
、
猫
は
主
に
鼠
か
ら
穀
物
や
仏
教
の
経
典
の
破
損
な
ど
を
守
る
た
め
に
飼
い
始
め
ら
れ
、
今
日
に
至
っ
た
。
そ

の
長
い
歴
史
の
中
で
、
日
本
に
は
、
韓
国
で
は
見
ら
れ
な
い
日
本
独
特
の
猫
の
文
化
を
創
り
出
し
た
。
た
と
え
ば
、
猫
神
社
や
招
き
猫
、

さ
ら
に
、
猫
を
主
人
公
に
し
た
文
学
や
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
が
そ
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
一
方
、
韓
国
に
お
け
る
猫
は
、
神
ど
こ

ろ
か
可
愛
い
動
物
と
い
う
よ
り
も
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
憎
た
ら
し
く
恐
ろ
し
い
存
在
と
思
わ
れ
て
き
た
。
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こ
の
よ
う
に
日
韓
に
お
い
て
、
猫
に
関
す
る
イ
メ
ー
ジ
の
違
い
は
他
の
動
物
の
そ
れ
と
比
べ
て
明
確
に
現
わ
れ
る
。
こ
れ
が
、
本
論
の

比
較
対
象
に
猫
を
選
ん
だ
理
由
で
あ
る
。
同
じ
動
物
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
の
相
違
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
有
す
る
文
化
や
歴
史
に
よ
る
と
こ
ろ

が
大
き
い
が
、
本
論
で
は
、
古
典
文
献
に
お
け
る
猫
の
表
象
の
変
化
を
辿
っ
て
み
る
。
そ
こ
に
現
れ
た
猫
の
表
象
と
そ
れ
の
背
景
に
な
っ

た
文
化
を
考
察
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
意
味
す
る
も
の
の
比
較
検
討
を
試
み
る
。

一
　
日
本
に
お
け
る
猫
の
表
象

日
本
の
猫
は
前
述
し
た
よ
う
に
、
人
間
に
身
近
な
存
在
と
し
て
、
日
本
人
の
生
活
の
中
に
溶
け
込
み
、
人
に
癒
し
を
与
え
る
大
事
な
存

在
と
さ
れ
て
い
る
。
今
日
で
は
学
問
の
研
究
対
象
と
し
て
も
注
目
を
集
め
、
文
学
雑
誌
で
は
「
猫
」
特
集

（
１
）

と
い
う
特
別
版
も
発
刊
さ
れ
て

お
り
、
こ
と
に
、「
化
け
猫
」
は
妖
怪
文
化
研
究
に
お
い
て
注
目
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
日
本
に
お
け
る
猫
の
表
象
を
考

察
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
、「
猫
」
と
い
う
字
の
意
味
か
ら
み
て
み
よ
う
。
白
川
静
の
『
字
通
』
に
よ
れ
ば
、「
猫
」
と
い
う
字
は
「
貍
」

と
も
書
き
、「
貍
（
狸
）
の
属
な
り
」
と
あ
り
、
家
猫
を
狸
奴
と
言
っ
て
不
気
味
さ
の
あ
る
獣
で
、
子ね

の
日
に
猫
を
用
い
る
巫
蠱

ふ

こ

の
法
が

あ
り
、
猫
鬼
と
い
っ
た

（
２
）

。
そ
し
て
「
ネ
コ
」
と
い
う
読
み
に
つ
い
て
は
様
々
な
説
が
あ
る
が
、『
字
通
』
に
は
猫
の
鳴
き
声
の
擬
声
語
で

あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
白
川
に
よ
る
「
猫
」
と
い
う
字
か
ら
み
た
猫
の
イ
メ
ー
ジ
は
こ
と
に
猫
の
も
つ
魔
性
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、
近
寄

り
が
た
い
距
離
感
を
感
じ
さ
せ
る
が
、
実
際
、
猫
を
飼
っ
て
い
た
人
々
に
猫
は
ど
う
表
象
さ
れ
て
き
た
の
か
。
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（
一
）
気
高
い
猫
の
登
場

猫
に
関
す
る
記
録
が
初
め
て
姿
を
見
せ
た
の
は
平
安
前
期
の
仏
教
説
集
『
日
本
霊
異
記
』
の
上
巻
第
三
〇
話
「
非
理
に
他
の
も
の
を
奪

ひ
、
悪
行
を
為
し
、
報
を
受
け
て
奇
し
き
事
を
示
し
し
縁
」
で
あ
る
。

藤
原
の
宮
で
天
下
を
治
め
に
な
っ
た
文
武
天
皇
の
御
代
、
慶
雲
二
年
の
秋
九
月
一
五
日
に

膳
臣
広
国

か
し
わ
で
の
お
み
ひ
ろ
く
に

は
急
死
し
、
三
日
後
に
生
き
返

る
。
死
ん
で
い
た
三
日
間
「
度
南
の
国
」
に
行
か
れ
た
広
国
は
亡
父
に
会
う
。
生
前
の
罪
の
報
い
で
苦
し
い
毎
日
を
生
き
て
い
た
亡
父
は

広
国
に
自
分
の
罪
が
許
さ
れ
る
よ
う
に
現
世
に
戻
る
と
供
養
す
る
こ
と
を
頼
み
、
次
の
よ
う
に
語
る

（
３
）

。

我
飢
ゑ
て
、
七
月
七
日
に
大
蛇
に
な
り
て
汝
が
家
に
到
り
、
屋
房

や

ど

に
入
ら
む
と
せ
し
時
に
、
杖
を
以
て
懸
け
棄う

て
き
。
又
、
五
月

五
日
に
赤
き
狗イ

ヌ

ニ
成
り
て
汝
が
家
に
到
り
時
に
、
犬
を
喚よ

び
相あ

は

せ
て
、
唯た

だ

に
追
ひ
打
ち
し
か
ば
、
飢
ゑ
熱

ほ
と
ほ

り
て
還か

へ

り
き
。
我
正
月
一

日
に
狸ネ

コ

に
成
り
て
汝
が
家
に
入
り
し
時
に
、
供
養
せ
し

宍
種

し
し
く
さ
ぐ
さ

の
物
に
飽
き
き
。

原
文
で
は
「
狸
」
と
書
い
て
あ
る
が
、「

」「
狸
」
は
ネ
コ
の
意
に
も
用
い
ら
れ
た
と
い
う

（
４．
）

。

広
国
の
父
は
死
去
か
ら
一
年
に
一
回
、
蛇
、
犬
、
猫
と
い
う
動
物
に
な
っ
て
広
国
の
家
に
現
れ
る
。
一
年
目
は
七
月
七
日
七
夕
に
蛇
の

姿
で
、
二
年
目
は
五
月
五
日
端
午
の
節
句
に
狗
の
姿
で
現
れ
追
い
払
わ
れ
る
が
、
三
年
目
は
正
月
に
猫
の
姿
で
現
れ
、
御
馳
走
に
な
る
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
な
ぜ
猫
だ
け
が
御
馳
走
に
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
と
、
な
ぜ
猫
が
正
月
に
現
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
蛇
と
狗
が
現
れ
た
七
夕
と
端
午
の
節
句
は
供
え
物
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
祖
先
に
供
養
す
る
物
で
は
な
い
。
し
か
し
、
猫
が
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訪
れ
た
正
月
は
祖
先
の
た
め
の
供
え
た
物
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
祖
先
が
猫
と
し
て
現
れ
る
、
そ
の
当
時
の
人
々
に
は
「
猫
を
祖
先
と
し
て

考
え
る
」
認
識
が
共
有
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、『
日
本
霊
異
記
』
が
仏
教
説
話
集
で
あ
る
と
い
う
点
を
考

慮
に
入
れ
る
と
、
こ
の
説
話
集
全
体
に
流
れ
て
い
る
仏
教
思
想
か
ら
の
影
響
を
感
じ
さ
せ
る
。
中
西
裕
は
『
日
本
霊
異
記
』
に
登
場
す
る

「
猫
」
に
つ
い
て
、「
猫
と
い
う
動
物
に
は
渡
来
の
初
期
か
ら
「
仏
教
の
番
人
」、
つ
ま
り
仏
法
の
守
護
眷
族
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
述
べ
て
お
り
、
さ
ら
に
『
源
氏
物
語
』
に
登
場
す
る
猫
は
「
因
縁
」、『
更
級
日
記
』
の
「
猫
」
は
「
転
生
」
と

い
う
仏
教
的
な
観
念
を
表
象
し
て
お
り
、「
中
古
の
文
学
で
は
、
猫
と
仏
教
は
親
し
い
の
で
あ
る
」
と
論
じ
た

（
５
）

。
要
す
る
に
、「
猫
は
祖
先
」

と
断
定
は
で
き
な
い
が
、
お
そ
ら
く
、
平
安
時
代
と
い
う
時
代
的
な
背
景
、
つ
ま
り
唐
か
ら
輸
入
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
何
よ
り
大
事
に

し
た
こ
と
と
、
経
典
を
守
っ
て
く
れ
る
猫
と
い
う
認
識
、
そ
れ
に
関
連
し
て
仏
教
思
想
の
影
響
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
二
）
王
朝
ブ
ラ
ン
ド
品
「
唐
猫
」

気
高
い
イ
メ
ー
ジ
で
文
献
に
初
登
場
し
た
猫
は
王
朝
時
代
の
貴
族
文
化
の
シ
ン
ボ
ル
の
一
つ
で
あ
る
ブ
ラ
ン
ド
品
と
し
て
愛
さ
れ
る
。

王
朝
ブ
ラ
ン
ド
品
と
い
う
の
は
王
朝
生
活
を
彩
る
美
し
い
舶
来
品
で
あ
り
「
唐
物
」
と
い
わ
れ
る
こ
と
で
、
当
時
、
猫
も
「
唐
猫
」
と
呼

ば
れ
、
貴
族
の
富
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
愛
さ
れ
た

（
６
）

。

唐
猫
の
記
録
は
『
宇
多
天
皇
御
日
記
』
寛
平
元
（
八
八
九
）
年
二
月
六
日
が
最
初
の
文
献
で
あ
る
。
平
安
時
代
、
京
で
は
既
に
早
く
宮

中
を
中
心
に
、
愛
玩1

動
物
と
し
て
猫
が
飼
育
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
宇
多
天
皇
の
日
記
に
は
「
太
宰
少
弐
源
精
朝
秩
満
来
所
献

於
先
帝
。
／
…
…
／
長
尺
有
五
寸
高
六
寸
許
。
／
…
…
／
亦
能
捕
夜
挺
於
他
猫
。
／
…
…
／
毎
旦
給
之
似
乳
粥
。
先
帝
愛
翫
數
日
之
後
賜

之
朕

（
７
）

」
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
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宇
多
天
皇
の
唐
猫
は
、
そ
も
そ
も
太
宰
少
弐
で
あ
っ
た
源
精
が
先
帝
の
奉
っ
た
も
の
を
数
日
後
に
賜
っ
た
も
の
で
あ
る
。
毎
日
乳
粥
を

与
え
て
育
て
た
と
い
う
が
、
そ
の
時
代
の
牛
乳
は
宮
中
の
薬
所
に
あ
る
薬
で
普
通
の
人
間
も
め
っ
た
に
口
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
高
価

な
も
の
で
、
そ
の
乳
粥
を
や
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
非
常
に
大
事
に
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
、
夜
に
鼠
を
捕
る
業
が
他
の
猫
に

ぬ
き
ん
で
て
い
た

（
８
）

と
い
い
、
愛
玩
動
物
と
は
い
え
、
動
物
性
を
保
っ
た
ま
ま
の
唐
猫
を
他
の
猫
よ
り
抜
群
だ
と
し
、
高
く
評
価
さ
れ
て
い

た
事
が
わ
か
る
。

も
う
一
つ
注
目
し
た
い
言
説
は
、「
仍
曰
。
汝
含
陰
陽
之
氣
備
支
竅
之
形
。
心
有
必
寧
知
我
乎
。
猫
乃
歎
息
擧
首
仰
睨
吾
顔
。
似
咽
心

盈
臆
口
不
能
言
」
で
あ
る
。
猫
は
話
を
か
け
ら
れ
る
と
、
溜
息
を
つ
い
て
何
か
も
の
言
い
た
げ
な
様
子
で
帝
の
顔
を
見
上
げ
る
の
で
あ
る

（
９
）

。

帝
に
と
っ
て
猫
は
口
を
き
か
な
い
も
の
の
、
口
に
出
し
て
言
う
べ
き
思
い
を
持
っ
た
一
つ
の
人
格
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
動
物
を
擬
人

化
す
る
日
本
の
動
物
観
と
、
現
在
、
ペ
ッ
ト
と
し
て
人
間
並
み
に
愛
さ
れ
て
い
る
猫
の
一
面
が
早
く
も
平
安
時
代
か
ら
現
れ
た
と
い
え
る

だ
ろ
う

（
10
）

。

宮
廷
の
愛
玩
動
物
と
し
て
大
事
に
さ
れ
る
唐
猫
は
『
枕
草
子

（
11
）

』（
第
七
段
）
で
「
命
婦
の
お
と
ど
」
に
な
り
、
あ
る
意
味
で
度
が
過
ぎ

る
ほ
ど
人
間
並
み
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
な
お
、「
猫
は
上
の
か
ぎ
り
黒
く
て
、
腹
い
と
白
き
」（
第
五
〇
段
）
と
あ
り
、「
猫
は
背
中
だ
け

が
黒
く
て
腹
は
と
て
も
白
い
」
と
、
宮
廷
に
相
応
し
い
猫
の
姿
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
な
ま
め
か
し
き
も
の
」（
第
八
五
段
）
に

も
猫
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、「
優
雅
で
上
品
な
も
の
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

最
後
に
「
簾
の
外
、
高
欄
に
い
と
を
か
し
げ
な
る
猫
の
、
赤
き
首
綱
に
白
き
礼
つ
き
て
、
は
か
り
の
緒
、
組
の
長
き
な
ど
つ
け
て
、
引

き
あ
る
く
も
、
を
か
し
う
な
ま
め
き
た
り
」
と
あ
る
。

「
い
と
を
か
し
げ
な
猫
」
が
、「
赤
い
首
綱
」
に
「
白
い
札
」
付
け
、
さ
ら
に
、
色
に
濃
談
の
あ
る
綱
を
長
く
引
き
つ
つ
、
歩
き
ま
わ
っ

猫の表象をめぐる日本と韓国の比較文化
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て
い
る
。
そ
の
様
子
が
「
を
か
し
う
な
ま
め
き
た
り
」
と
、
猫
が
そ
の
中
に
完
全
に
溶
け
込
み
、
宮
廷
の
風
景
を
彩
る
一
つ
の
要
素
と
し

て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
優
雅
な
雰
囲
気
を
醸
し
出
す
存
在
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
唐
猫
が
赤
い
首
綱
を
し
て
い
る
姿
か
ら
『
源
氏

物
語
』「
若
菜
」
巻
の
黒
猫
が
連
想
さ
れ
る
。

（
三
）
女
の
身
代
わ
り
「
黒
猫
」

王
朝
ブ
ラ
ン
ド
品
「
唐
猫
」
は
『
源
氏
物
語

（
12
）

』「
若
菜
上
」「
若
菜
下
」
の
女
三
の
宮
と
柏
木
の
密
通
事
件
で
新
た
な
姿
で
現
れ
る
。

「
若
菜
」
巻
は
柏
木
と
女
三
の
宮
の
禁
断
の
恋
話
で
あ
る
。
六
条
院
の
蹴
鞠
の
遊
び
の
日
、
衛
門
督
だ
っ
た
柏
木
は
思
慕
し
て
や
ま
な

か
っ
た
女
三
の
宮
を
偶
然
見
る
こ
と
に
な
る
。
女
三
の
宮
が
飼
っ
て
い
た
小
さ
い
唐
猫
が
大
き
い
猫
に
追
い
か
け
ら
れ
、
御
簾
の
端
か
ら

走
り
出
た
。
そ
の
唐
猫
に
付
け
て
い
た
綱
に
よ
り
、
御
簾
の
端
が
引
き
開
け
ら
れ
、
内
部
が
丸
見
え
に
な
る
。
大
勢
の
女
房
た
ち
の
中
で

も
は
っ
き
り
目
立
つ
大
澱
の
嫁
で
あ
る
女
三
の
宮
の
姿
を
目
に
し
た
柏
木
は
心
を
奪
わ
れ
て
し
ま
う
。「
猫
の
い
た
く
な
け
ば
、
見
返
り

た
ま
へ
る
面
も
ち
も
て
な
し
な
ど
、
い
と
お
い
ら
か
に
て
、
若
く
う
つ
く
し
の
人
や
と
ふ
と
見
え
た
り
」
柏
木
は
綱
を
解
い
て
し
ま
っ
た

唐
猫
を
招
き
寄
せ
抱
き
あ
げ
、
如
三
宮
の
移
り
香
り
を
か
ぐ
。
小
さ
く
て
弱
々
し
い
鳴
く
唐
猫
は
い
と
し
く
て
若
々
し
い
、
美
し
い
女
三

宮
と
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
さ
れ
る
。

「
若
菜
下
」
に
至
り
、
柏
木
は
如
三
の
宮
に
対
す
る
思
い
を
慰
め
る
た
め
に
如
三
の
宮
の
唐
猫
を
手
に
入
れ
、
夜
も
自
分
の
そ
ば
に
寝

か
せ
、
昼
も
猫
の
世
話
を
し
、
大
事
に
し
て
い
た
。
柏
木
に
と
っ
て
如
三
の
宮
へ
の
恋
の
道
標
で
あ
る
唐
猫
が
、
こ
こ
に
至
り
、
如
三
の

宮
の
形
代
と
認
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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「
そ
の
中
に
も
心
賢
き
は
、
お
の
づ
か
ら
魂
は
べ
ら
む
か
し
」

「
恋
ひ
わ
ぶ
る
ひ
と
の
か
た
み
と
手
な
ら
せ
ば
な
れ
よ
な
ん
と
て
な
く
音
な
る
ら
ん
こ
れ
も
昔
の
契
り
に
や
」（
や
る
せ
な
く
も
自

分
の
恋
い
慕
う
あ
の
方
の
形
見
と
思
っ
て
飼
い
な
ら
し
て
い
る
と
、
お
ま
え
は
ま
あ
、
ど
う
い
う
つ
も
り
で
こ
う
し
た
鳴
き
方
を
す

る
の
だ
ろ
う
。
私
の
気
持
ち
が
よ
く
分
る
だ
ろ
う
か
）

こ
の
よ
う
に
猫
を
形
代
に
し
た
柏
木
の
恋
は
こ
こ
で
止
ま
ら
ず
、
つ
い
に
密
通
事
件
を
起
こ
し
て
し
ま
う
。
自
分
の
罪
に
耐
え
ら
れ
な

か
っ
た
柏
木
は
死
に
よ
っ
て
こ
の
恋
の
破
滅
を
迎
え
る
。

「
若
菜
」
巻
に
描
か
れ
て
い
る
唐
猫
の
表
象
に
つ
い
て
最
も
注
目
さ
れ
て
い
る
の
は
二
人
の
密
通
の
場
所
で
柏
木
が
見
た
「
猫
の
夢
」

で
あ
る
。
解
説
に
よ
る
と
猫
の
夢
は
「
如
三
宮
の
懐
妊
の
予
兆
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
河
添
房
江
は
夢
の
中
、
柏
木
が
唐
猫
を
宮
に
返
そ

う
と
し
た
こ
と
は
も
う
身
代
わ
り
は
必
要
で
は
な
い
、
念
願
の
恋
の
成
就
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
唐
猫

は
、
娼
婦
の
足
も
と
に
た
た
ず
む
黒
猫
の
イ
メ
ー
ジ
で
描
か
れ
て
お
り
、
黒
い
猫
は
、「
悪
魔
や
娼
婦
」
の
表
象
だ
と
説
い
た

（
13
）

。

な
お
、
神
田
洋
は
『
日
本
霊
異
記
』
や
『
更
級
日
記
』
の
猫
が
「
霊
の
形
象
」
で
現
れ
た
こ
と
を
例
と
し
、『
源
氏
物
語
』
の
猫
は

「
六
条
院
の
家
霊
の
総
体
」
と
し
て
、
柏
木
を
破
滅
に
導
か
せ
る
の
も
唐
猫
で
あ
り
、
柏
木
に
取
り
憑
い
た
猫
は
憑
き
物
の
総
体
と
考
え

ら
れ
る
と
述
べ
て
い
る

（
14
）

。

つ
ま
り
、
唐
猫
は
女
三
の
宮
の
性
的
な
要
素
を
表
し
、
柏
木
に
よ
り
高
貴
な
女
性
の
身
代
わ
り
と
し
て
、
官
能
的
な
存
在
と
し
て
表
象

さ
れ
る
。
ま
た
、
女
三
の
宮
を
襲
う
六
条
御
息
所
の
怨
霊
の
悪
魔
性
と
も
照
応
し
、「
悪
魔
や
娼
婦
」「
霊
」
な
ど
「
憑
き
物
」
と
し
て
表

象
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
『
源
氏
物
語
』
の
「
若
菜
」
巻
に
お
け
る
唐
猫
は
上
品
で
高
貴
な
イ
メ
ー
ジ
か
ら
恋
す
る
女
性
と
し
て
描
か
れ
た
ば
か
り

で
は
な
く
、
魔
性
を
持
つ
憑
き
物
と
し
て
の
新
し
い
イ
メ
ー
ジ
を
創
り
あ
げ
、
王
朝
文
学
史
の
猫
の
イ
メ
ー
ジ
も
大
き
く
変
換
さ
せ
た
。

（
四
）
化
け
猫

化
け
猫
と
い
う
の
は
「
人
な
ど
に
化
け
る
猫
ま
た
、
そ
の
妖
力
を
持
つ
猫
。
猫
の
妖
怪
」
で
あ
る

（
15
）

。
こ
の
化
け
猫
は
「
恐
怖
の
対
象
と

し
て
猫
」
と
「
猫
ま
た
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
経
て
江
戸
時
代
に
登
場
す
る
。

猫
を
恐
怖
の
対
象
と
描
い
た
作
品
は
「
今
昔
、
大
蔵
ノ
丞
ヨ
リ
冠
り
給
ハ
テ
リ
、
藤
原
ノ
清
廉
と
云
フ
者
有
キ
。
大
蔵
ノ
大
夫
ト
ナ
ム

云
ヒ
シ
。
其
レ
ガ
前
世
ニ
鼠
ニ
テ
ヤ
有
ケ
ム
、
極
ク
猫
ニ
ナ
ム
恐
ケ
ル

（
16
）

」
で
は
じ
ま
る
『
今
昔
物
語
集
』
本
朝
世
俗
部
、
巻
二
十
八
「
大

蔵
大
夫
藤
原
清
廉
怖
猫
語
第
三
十
一
」
で
あ
る
。
世
間
の
人
は
酷
く
猫
を
怖
が
る
主
人
公
藤
原
に
「
猫
恐
ノ
大
夫
」
と
い
う
あ
だ
名
を
つ

け
た
。
彼
は
山
城
・
大
和
・
伊
賀
の
三
国
の
領
主
だ
が
、
租
税
の
米
を
全
然
納
入
し
な
か
っ
た
。
守
は
大
蔵
大
夫
が
猫
を
恐
れ
る
と
い
う

弱
点
を
つ
か
み
、
脅
し
を
か
け
、
租
税
を
納
入
さ
せ
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
こ
と
は
、
大
蔵
大
夫
は
何
故
、
猫
を
恐

れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
こ
で
猫
は
「
灰
毛
斑
ナ
ル
猫
ノ
長
一
尺
余
許
ナ
ル
ガ
、
眼
ハ
赤
ク
テ
、
虎
珀
ヲ
磨
キ
入
タ
ル
様
ニ
テ
、
大

音
ヲ
放
テ
鳴
ク
。
只
同
様
ナ
ル
猫
五
ツ
次
キ
テ
入
ル
。
／
…
…
／
其
ノ
時
ニ
五
ツ
ノ
猫
ノ
鳴
合
タ
ル
音
、
耳
ヲ
響
カ
ス

（
17
）

」
と
描
か
れ
、
今

ま
で
の
宮
廷
猫
と
は
異
な
る
乱
暴
な
姿
を
見
せ
て
い
る
。
こ
の
猫
の
描
写
に
つ
い
て
、
石
崎
等
は
「
記
述
か
ら
み
ら
れ
る
か
ぎ
り
、
お
そ

ら
く
ま
だ
野
性
味
の
残
っ
て
い
る
日
本
猫
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る

（
18
）

」
と
述
べ
て
お
り
、
恐
怖
感
を
与
え
る
猫
は
唐
猫
で
は
な
く
、
日
本

猫
で
あ
る
、
つ
ま
り
、
日
本
猫
の
存
在
の
扱
い
は
唐
猫
の
そ
れ
と
区
別
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

こ
の
野
性
味
を
持
つ
猫
は
藤
原
定
家
の
『
明
月
記

（
19
）

』
で
「
猫
ま
た
」
に
な
っ
て
現
れ
る
。
天
福
元
（
一
二
三
三
）
年
八
月
二
日
「
当
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時
南
部
云
猫
胯
獣
出
来
、
一
夜

七
八
人
、
死
者
多
。
或
又
打
殺
件
獣
、
目
如
猫
、
其
体
如
犬
長
云
々
」
と
記
録
が
あ
る
。
ま
た
、『
徒

然
草

（
20
）

』（
一
三
三
一
年
頃
）
第
八
九
段
に
は
「
奥
山
に
、
猫
ま
た
と
い
ふ
も
の
あ
り
て
、
人
を
食
ふ
な
る
」
と
い
う
世
の
噂
が
記
し
て
い

る
。「

猫
ま
た
（
猫
又
・
猫
股
）」
と
い
う
の
は
「
猫
が
年
老
い
て
尾
が
二
つ
に
分
か
れ
、
よ
く
化
け
て
人
に
害
を
す
る
と
い
う
も
の

（
21
）

」
で
あ

り
、
人
に
化
け
、
妖
力
を
持
っ
て
い
る
化
け
猫
と
は
異
な
る
。
こ
こ
で
現
れ
た
「
猫
ま
た
」
の
描
写
を
見
る
と
猫
と
は
言
え
な
い
姿
で
あ

る
。
目
は
猫
の
よ
う
で
あ
り
、
体
は
犬
の
よ
う
で
あ
っ
て
、
夜
に
現
れ
、
人
を
食
い
殺
す
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
は
じ
め
て
遇
っ
た
大
型

猫
（
豹
、
狐
、
狼
）
を
身
近
な
動
物
で
あ
る
猫
の
姿
を
借
り
て
描
写
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、『
徒
然
草
』
第
八
九
段
に
は
「
山
な
ら
ね
ど
も
、
こ
れ
ら
に
も
猫
の
経
上
り
て
、
猫
股
に
成
り
て
、
人
と
る
事
は
あ
ン
な
る
も

の
を
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
猫
と
い
う
も
の
は
長
生
き
す
る
と
、
猫
ま
た
に
な
り
、
人
間
を
と
る
こ
と
が
あ
る
と
、
身
近
な
家
猫
も
猫
ま

た
に
な
れ
る
と
い
う
恐
怖
感
を
呼
び
起
こ
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
の
変
遷
を
経
て
江
戸
時
代
に
は
魔
性
（
呪
術
性
）
を
持
つ
恐
怖
感
あ
ふ
れ
る
存
在
と
し
て
の
「
化
け
猫
」
が
登

場
し
た
。
し
か
し
、
歌
舞
伎
や
講
談
、
狂
言
の
「
怪
談
物
」
で
演
じ
ら
れ
た
「
化
け
猫
」
は
、
江
戸
時
代
の
人
々
の
暮
ら
し
の
中
で
親
し

み
を
持
っ
て
い
た
猫
の
新
た
な
一
面
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
恐
れ
忌
み
嫌
う
対
象
よ
り
む
し
ろ
、「
恐
怖
を
楽
し
む
」
た
め
の
道
具
と
し
て

用
い
ら
れ
た
。

横
山
泰
子
は
歌
舞
伎
な
ど
で
恐
怖
を
楽
し
め
る
こ
と
に
つ
い
て
「
日
ご
ろ
隠
し
て
い
る
野
生
の
怖
さ
を
見
せ
る
と
こ
ろ
に
猫
の
怪
談
の

怖
さ
が
あ
る
。（
中
略
）
し
か
し
、
歌
舞
伎
で
演
じ
ら
れ
た
猫
の
怪
談
は
恐
ろ
し
い
け
ど
、
深
刻
さ
に
欠
け
る
。
歌
舞
伎
は
「
役
者
を
見

せ
る
」
こ
と
が
前
提
の
芝
居
な
の
だ
。
舞
台
に
お
化
け
物
を
出
す
こ
と
で
は
な
く
、
お
化
け
が
得
意
の
役
者
を
出
す
こ
と
、
役
者
の
巧
み
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な
芸
を
見
せ
る
こ
と
が
、
歌
舞
伎
怪
談
物
の
究
極
の
目
標
な
の
で
あ
る

（
22
）

」
と
述
べ
て
い
る
。
歌
舞
伎
が
江
戸
時
代
庶
民
娯
楽
の
中
心
的
な

存
在
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
歌
舞
伎
の
中
で
現
れ
た
化
け
猫
は
当
時
の
人
々
の
猫
の
イ
メ
ー
ジ
に
与
え
た
影
響
は
無
視
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
恐
怖
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
た
化
け
猫
は
、
結
局
、
人
間
を
楽
し
ま
せ
る
娯
楽
の
対
象
に
な
り
、
ま
た
、
そ

の
頃
登
場
し
た
「
招
き
猫
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
重
な
り
あ
い
、
よ
り
一
層
、
親
近
感
の
あ
る
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う

（
23
）

。

ち
な
み
に
、
化
け
猫
と
関
連
し
て
、
関
敬
吾
の
『
日
本
昔
話
大
成
』
に
は
「
猫
と
嫁
子
」、「
猫
檀
家
」、「
伊
勢
参
り
の
猫
」
の
猫
の
話

が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
猫
は
人
間
に
恩
返
し
す
る
た
め
も
し
く
は
人
間
の
願
い
こ
と
を
叶
わ
せ
る
た
め
に
人
間
に
化
け
る
行
動
を

見
せ
た

（
24
）

。
こ
の
よ
う
に
、
昔
話
に
登
場
す
る
猫
は
、
す
べ
て
が
人
間
に
役
に
立
つ
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
神
秘
な
力
を
持
つ
も
の

と
し
て
現
れ
て
い
る
。
結
局
、
人
間
に
変
身
す
る
妖
力
が
あ
る
化
け
猫
は
日
本
人
に
と
っ
て
恐
怖
の
対
象
で
は
な
い
、
娯
楽
の
対
象
、
可

愛
ら
し
い
ペ
ッ
ト
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

（
五
）
招
き
猫

「
招
き
猫
」
と
い
う
の
は
「
座
っ
て
片
方
の
前
足
を
あ
げ
、
人
を
招
い
て
い
る
姿
の
猫
の
置
物
」
と
し
て
「
財
宝
を
招
く
と
い
う
の
で

商
売
の
家
で
飾
る

（
25
）

」
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
招
き
猫
の
発
祥
の
由
来
に
つ
い
て
は
様
々
な
説
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
も
っ
と
も
古
く
て
有
名
な
伝
説
を
紹
介
す
る

（
26
）

。

安
土
桃
山
天
正
年
（
一
五
七
三
年
〜
一
五
九
一
年
）
に
発
生
し
た
と
思
わ
れ
る
「
豪
徳
寺
で
井
伊
直
孝
が
猫
に
招
か
れ
る
」
と
い
う
招

き
猫
発
祥
伝
説
で
あ
る
。
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あ
る
日
、
荒
れ
寺
の
和
尚
が
飼
っ
て
い
た
白
猫
に
向
か
っ
て
戯
れ
に
「
お
前
も
恩
義
を
知
る
な
ら
寺
の
た
め
に
な
る
こ
と
を
し
て

お
く
れ
」
と
言
い
聞
か
せ
る
と
、
数
日
後
、
御
供
を
つ
れ
た
立
派
な
風
体
の
騎
乗
の
武
士
が
訪
れ
る
。「
鷹
狩
り
の
帰
り
に
こ
の
寺

の
前
を
通
り
か
か
る
と
、
一
匹
の
小
猫
が
し
き
り
に
手
招
き
す
る
し
ぐ
さ
を
し
て
、
不
思
議
に
思
い
、
立
ち
寄
っ
て
み
た
」
と
い
う
。

和
尚
は
珍
客
の
渡
来
に
も
慌
て
ず
、
騒
が
ず
、
茶
を
出
し
て
静
か
に
法
話
な
ど
し
て
い
る
と
、
に
わ
か
に
空
が
か
き
曇
り
激
し
い
雷
、

そ
し
て
激
し
い
雨
が
叩
き
つ
け
る
よ
う
に
降
り
て
き
た
。「
雷
雨
を
逃
げ
ら
れ
、
貴
僧
の
あ
り
が
た
い
話
も
聴
け
た
の
も
何
か
の
縁
」

と
彦
根
藩
主
・
井
伊
直
孝
は
こ
の
貧
窮
寺
二
多
く
の
田
畑
を
寄
進
し
井
伊
家
の
菩
提
所
と
し
た
。
以
来
、
豪
徳
寺
は
栄
え
る
よ
う
に

な
り
、
幸
運
を
招
い
て
く
れ
た
飼
い
猫
に
感
謝
し
た
住
職
は
、
そ
の
死
後
ね
ん
ご
ろ
に
弔
っ
て
、
供
養
の
た
め
に
猫
塚
を
作
っ
た

（
27
）

。

東
京
都
世
田
谷
区
に
あ
る
豪
徳
寺
に
は
、
今
も
手
を
あ
げ
て
誰
か
を
呼
ぶ
よ
う
な
姿
を
し
た
猫
の
像
が
ず
ら
り
と
並
ん
で
い
る
。
こ
の

招
き
猫
は
招
福
猫
児
（
ま
ね
き
ね
こ
）
と
称
し
て
売
り
出
し
、
人
気
稼
家
や
花
街
の
人
た
ち
に
う
け
て
広
ま
っ
た
。

日
本
で
招
き
猫
が
登
場
し
た
理
由
を
江
戸
時
代
の
社
会
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
考
え
て
み
よ
う
。
江
戸
時
代
は
農
業
と
養
蚕
業
が
発

達
し
た
。
し
か
し
、
米
や
養
蚕
に
対
す
る
鼠
か
ら
の
被
害
も
多
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
一
般
庶
民
も
猫
を
飼
っ
た
が
、
猫
を
飼
え
な
か
っ

た
庶
民
は
「
鼠
除
け
」
絵
を
飾
り
、
鼠
か
ら
米
や
養
蚕
を
守
っ
て
く
れ
る
こ
と
を
願
っ
た
。
そ
し
て
、
五
穀
豊
穣
と
養
蚕
に
よ
る
増
収
が

続
き
、
商
売
繁
盛
に
繋
が
り
、
そ
れ
が
鼠
の
被
害
か
ら
守
っ
て
く
れ
た
猫
の
お
か
げ
と
い
う
発
想
が
広
く
浸
透
し
、
招
福
縁
起
物
と
し
て

愛
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か

（
28
）

。

こ
の
よ
う
な
呪
術
性
を
持
つ
猫
の
イ
メ
ー
ジ
は
昔
話
に
も
表
れ
る
。
招
き
猫
そ
の
も
の
を
素
材
に
し
た
話
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
前
述

の
「
猫
と
嫁
子
」、「
猫
檀
家
」、「
伊
勢
参
り
の
猫
」
の
昔
話
が
そ
れ
で
あ
る

（
29
）

。
こ
こ
で
猫
は
願
い
事
を
叶
わ
せ
て
く
れ
る
も
の
と
い
う
イ
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メ
ー
ジ
で
現
れ
、
な
お
か
つ
神
秘
的
な
力
を
持
つ
猫
と
し
て
神
聖
視
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
招
き
猫
は
前
述
し
た
優
雅
で
上
品
な
宮
廷
の
愛
玩
動
物
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
と
異
な
り
、
人
間
の
力
で
解
決
で
き
な

い
こ
と
を
叶
え
て
く
れ
る
、
人
間
に
備
え
て
な
い
力
を
持
つ
存
在
と
し
て
表
象
さ
れ
た
。
そ
の
猫
に
、
江
戸
時
代
に
は
「
鼠
除
け
」
と
し

て
神
秘
的
な
力
を
持
つ
動
物
と
し
て
の
役
割
を
与
え
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
人
々
は
様
々
な
こ
と
を
願
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
鼠
退
治
、
商

売
繁
盛
、
遊
女
の
恋
な
ど
、
そ
の
願
い
の
反
映
が
招
き
猫
を
多
様
化
さ
せ
、
客
や
金
を
招
き
、
恋
を
叶
わ
せ
て
く
れ
る
招
き
猫
が
登
場
す

る
。
つ
ま
り
、
人
々
の
招
き
猫
に
対
す
る
願
い
事
は
そ
の
当
時
の
庶
民
生
活
中
の
悩
み
、
願
い
事
と
繋
が
る
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
。

以
上
、
古
典
文
献
を
中
心
に
考
察
し
た
日
本
の
猫
の
表
象
は
王
朝
文
化
と
庶
民
文
化
、
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

王
朝
文
化
で
は
「
唐
猫
」
が
王
朝
の
ブ
ラ
ン
ド
品
に
な
り
、
優
雅
で
上
品
な
愛
玩
動
物
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
現
れ
た
。
そ
し
て
『
源

氏
物
語
』「
若
菜
」
巻
に
登
場
し
た
唐
猫
は
今
ま
で
の
猫
の
イ
メ
ー
ジ
を
大
き
く
変
換
す
る
き
っ
か
け
に
な
る
。
上
品
な
愛
玩
動
物
が
恋

の
媒
介
と
し
て
、
猫
に
自
分
が
恋
す
る
女
を
投
影
さ
せ
、「
猫
＝
女
」
と
い
う
表
象
が
生
ま
れ
る
一
方
、
人
を
没
落
に
導
く
「
憑
き
物
」

と
し
て
表
徴
が
生
ま
れ
た
。
そ
の
表
象
は
王
室
の
没
落
と
と
も
に
庶
民
文
化
に
流
れ
込
み
、
様
々
な
姿
で
現
れ
る
。
気
品
が
あ
る
愛
ら
し

い
猫
の
表
象
は
お
そ
ら
く
現
在
ペ
ッ
ト
と
し
て
愛
さ
れ
て
い
る
猫
の
姿
で
あ
ろ
う
。

庶
民
文
化
で
は
、
鼠
か
ら
の
被
害
を
防
ぐ
た
め
に
猫
を
飼
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
が
で
き
な
い
場
合
は
除
け
猫
絵
を
貼
る
こ
と
で
猫
に
神

秘
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
て
崇
め
て
い
た
。
そ
し
て
、
縁
起
も
の
と
し
て
招
き
猫
を
創
り
、
猫
の
表
象
を
利
用
し
商
業
化
し
た
。
一
方
、

化
け
猫
と
い
う
魔
性
を
持
つ
猫
の
イ
メ
ー
ジ
も
登
場
す
る
が
、
そ
の
恐
怖
感
は
時
代
と
と
も
に
娯
楽
の
対
象
に
な
り
、
現
在
、
日
本
人
の

「
猫
観
」
形
成
に
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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二
　
韓
国
に
お
け
る
猫
の
表
象

韓
国
に
お
け
る
猫
に
関
す
る
資
料
は
日
本
に
比
べ
て
は
る
か
に
乏
し
い
。
今
回
集
め
ら
れ
た
資
料
が
韓
国
に
お
け
る
猫
に
関
す
る
文
献

の
す
べ
て
と
は
い
え
な
い
が
、
暫
定
的
で
あ
り
な
が
ら
、
集
め
ら
れ
た
資
料
か
ら
韓
国
に
お
け
る
猫
の
表
象
を
考
察
し
て
い
こ
う
。

韓
国
に
お
け
る
「

（
コ
ヤ
ン
イ
、
猫
）」
と
い
う
言
葉
の
歴
史
は
「

（
コ
ニ
）」、「

（
コ
イ
）」、「

（
ゲ
ィ
）」
の
段

階
を
経
な
が
ら
、
後
ろ
に
「

（
ア
ン
イ
）」
が
つ
け
ら
れ
た
が
、「

（
コ
ニ
）」、「

（
コ
イ
）」、「

（
ゲ
ィ
）」
な
ど
と
同

じ
発
音
の
「
高
伊
」
や
「
鬼
尼
」、
さ
ら
に
「
古
伊
」
と
い
う
漢
字
が
宛
て
ら
れ
た

（
30
）

。

文
献
資
料
に
「
猫
曰
高
伊
」「
猫
曰
鬼
尼
」
と
い
う
言
葉
が
確
認
さ
れ
る
が
、
た
と
え
ば
、『
高
麗
史
』（
巻
一
百
二
十
五
、
列
傳

巻
第

三
十
八
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
姦
臣
（
一
）
柳

臣
」
に
「
柳

臣
…
不
學
無
知
。
有
機
變
。
恃
勢
弄
權
。
爲
國
害
。
時
。
有
猫
部
曲

人
仕
朝
則
國
亡
之
讖
。
俗
稱
猫
曰
高
伊

（
31
）

」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
「
猫
」
と
「
高
伊
」
は
同
じ
言
葉
で
あ
っ
た
事
が
わ
か
る
。

「
姦
臣
（
一
）
柳

臣
」
の
内
容
を
簡
単
に
紹
介
す
る
と
、
高
麗
時
代
柳
清
臣
と
い
う
人
が
い
た
が
、
彼
の
家
は
代
々
に
賎
民
集
団
で

あ
る
部
曲
を
管
理
す
る
官
吏
で
あ
っ
た
。
そ
の
地
域
は
「
猫
部
曲
」
ま
た
は
「
高
伊
部
曲
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
柳
清
臣
が
高
麗
忠
烈

王
の
信
任
を
得
た
こ
と
で
彼
の
管
理
す
る
「
高
伊
部
曲
」
が
高
興
県
（
現
在
の
高
興
郡
）
に
昇
格
し
た
と
さ
れ
る
。「
高
伊
」
は
「
猫
」

の
方
言
だ
っ
た
ら
し
く
、
当
時
、
こ
の
「
猫
部
曲
」
の
人
が
朝
廷
に
い
る
と
国
が
滅
び
る
と
い
う
「
讖
（
不
吉
な
予
言
）」
も
あ
っ
た

（
32
）

。

「
讖
」
と
猫
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
今
の
と
こ
ろ
断
定
は
で
き
な
い
が
、
お
そ
ら
く
柳
清
臣
が
忠
烈
王
死
後
、
王
位
継
承
を
め
ぐ
る
権
力

闘
争
に
敗
れ
姦
臣
と
さ
れ
た
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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こ
の
内
容
を
典
拠
と
し
て
、
一
八
世
紀
朝
鮮
時
代
の
言
語
学
者
で
あ
る
黄
胤
錫
の
『
頤
齋
遺
稿
』
に
収
録
さ
れ
た
「
華
音
方
言
字
義
解
」

に
も
猫
は
「
高
伊
」
と
紹
介
さ
れ
て
お
り
、『
夢
囈
集
』
も
同
様
に
「
高
麗
史
云
方
言
呼
猫
為
高
伊
、
今
猶
然
但
聲
稍
疾
合
爲
一
字
（
高

麗
史
で
は
猫
を
高
伊
と
呼
ん
で
い
る
。
今
も
そ
う
だ
が
音
が
合
わ
せ
て
一
字
と
な
っ
た
）」
と
い
う
よ
う
に
「

（
ゲ
ィ
）」
と
発
音
が
近

い
「
高
伊
」
と
い
う
字
が
宛
て
ら
れ
た
と
書
か
れ
て
い
る

（
33
）

。

こ
の
「
高
伊
」
と
い
う
言
葉
は
、
現
在
も
韓
国
の
済
州
島
に
「
高
伊
岳
」
と
い
う
地
名
と
し
て
残
っ
て
お
り
、
こ
の
地
名
の
由
来
は
猫

背
と
似
た
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、『

（
韓
国
文
化
象
徴
事
典
）』
で
は
「
猫
」
と
い
う
漢
字
を
分
析
し
、
そ
の
意
味
を
求
め
た
。「
猫
」
と
い

う
字
は
「
豸
」
＋
「
苗
」
の
構
成
さ
れ
て
お
り
、「
豸
」
は
人
間
の
善
悪
を
判
断
す
る
「
神
獣
」
で
あ
り
、
罪
人
と
判
断
さ
れ
た
人
間
に

は
、
攻
撃
さ
え
す
る
と
い
う
。「
暗
行
御
史
（

）」
も
こ
の
よ
う
な
非
行
の
納
正
権
が
あ
る
と
し
て
「
豸
史
」
と
い
う
。
そ
れ
か

ら
、「
苗
」
と
い
う
字
に
は
「
芽
」
や
「
小
さ
い
」、
狩
り
の
意
味
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
猫
と
い
う
字
は
「
邪
悪
を
食
い
殺
す
猟
師
」
と

い
う
意
味
を
持
つ
。

こ
の
よ
う
に
、
猫
の
こ
と
を
「
辟
邪
（
邪
気
を
退
け
る
）」
と
名
付
け
、
鼠
を
よ
く
捕
る
猫
は
「
泥
棒
を
捕
ま
え
る
捕
卒
（
朝
鮮
時
代

の
警
察
）」
と
も
い
い
、
穀
物
や
果
物
、
蚕
な
ど
を
守
る
た
め
に
飼
わ
れ
た
。

「
泥
棒
を
捕
ま
え
る
捕
卒
」
と
し
て
「
腐
敗
の
剔
抉
」
の
表
象
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
猫
は
、『
中
宗
實
録
』
の
「
猫
首
座

（
36
）

」
と
い
う

説
話
で
は
「
危
害
を
加
え
る
権
臣
」
に
比
喩
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
を
簡
単
に
紹
介
す
る
と
、
鼠
も
捕
れ
な
い
ほ
ど
老
い
た
猫
が
鼠
を

捕
る
た
め
に
詐
略
を
企
ん
だ
。
猫
は
自
分
の
耳
の
毛
が
な
い
と
こ
ろ
を
頭
に
被
っ
て
「
私
は
慈
悲
心
を
発
揮
し
て
髪
を
そ
り
、
僧
に
な
っ

た
。
こ
れ
か
ら
仏
様
を
仕
え
て
一
緒
に
精
進
し
て
い
く
の
は
ど
う
か
？
」
と
鼠
た
ち
に
言
う
。
猫
の
姿
を
見
て
そ
の
話
を
信
じ
た
鼠
た
ち

国際日本学論叢
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は
老
け
た
猫
を
首
座
に
座
ら
せ
、
そ
の
座
を
「
猫
首
座
」
と
名
付
け
、
法
会
を
開
い
た
。
し
か
し
、
日
々
減
ら
し
て
い
く
鼠
の
数
を
あ
や

し
く
思
い
、
首
座
の
猫
を
疑
う
一
部
の
鼠
と
そ
れ
に
反
対
す
る
鼠
た
ち
が
対
立
す
る
な
ど
、
内
紛
が
生
じ
た
り
し
た
が
、
つ
い
に
、
自
分

た
ち
が
老
け
た
猫
の
企
み
に
巻
き
込
ま
れ
た
こ
と
に
気
づ
く
と
い
う
記
事
が
記
録
さ
れ
て
あ
る
。
こ
の
記
事
は
当
時
代
を
風
刺
し
た
と
さ

れ
、
士
林
（

）
を
鼠
に
喩
え
た
こ
と
で
は
な
い
も
の
の
、
金
安
老
（

）
を
猫
に
比
喩
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
さ
れ
て
い

る
。甘

言
利
説
で
鼠
を
誘
い
出
し
、
一
匹
ず
つ
食
い
殺
す
古
猫
の
狡
猾
さ
を
人
に
危
害
を
加
え
る
権
臣
に
比
喩
さ
れ
た
猫
は
、
朝
鮮
に
お
け

る
実
学
の
集
大
成
者
で
あ
る
丁
若

の
詩
「

（
狸
奴
行
）」（
一
八
一
〇
）
に
お
い
て
も
当
時
の
貪
欲
で
邪
な
官
吏
の
姿
と
し
て
現

実
に
対
す
る
鋭
い
風
刺
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

南
山
村
翁
養
貍
奴
／

久
妖
兇
學
老
狐
／
…
…
／
民
被
鼠
割
日
憔
悴
／
…
…
／
是
以
遣
汝
爲
鼠
帥
／
…
…
／
汝
今
一
鼠
不
曾
捕
／
…

…
／
顧
乃
自
犯
爲
穿

／
…
…
／
聚
其
盜
物
重
賂
汝
／
…
…
／
但
喜
群
鼠
爭
奔
趨
／
…
…
／
若
鼠

行
寧
嗾
盧
。

全
四
八
句
の
こ
の
詩
は
丁
若

が
配
所
で
書
い
た
も
の
と
し
て
当
時
の
貪
官
汚
史
を
辛
辣
に
批
判
す
る
内
容
で
あ
る
。
鼠
（
悪
徳
地
方

役
人
）
を
捕
り
老
人
（
庶
民
）
の
被
害
を
お
さ
め
る
べ
き
猫
（
監
司
）
が
む
し
ろ
鼠
が
で
き
な
い
狡
猾
な
行
動
ま
で
や
る
。
ひ
い
て
は
鼠

に
対
す
る
賄
賂
ま
で
受
け
取
り
、
結
局
は
鼠
と
野
合
し
、
老
人
か
ら
の
収
奪
は
一
層
激
し
く
な
っ
た
。
猫
は
も
は
や
鼠
を
捕
る
天
敵
で
は

な
く
、
鼠
と
一
緒
に
な
っ
て
、
老
人
の
暮
ら
し
を
さ
ら
に
苦
し
め
る
泥
棒
で
あ
り
害
獣
で
し
か
な
く
な
る

（
40
）

。

丁
若

の
生
き
た
朝
鮮
時
代
後
期
は
、
政
府
官
僚
の
不
正
腐
敗
が
蔓
延
し
て
い
た
。
朝
鮮
時
代
の
監
司
は
各
地
方
に
派
遣
さ
れ
、
そ
の

猫の表象をめぐる日本と韓国の比較文化
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地
方
の
民
政
、
軍
政
、
財
政
な
ど
を
総
括
し
、
地
方
役
人
を
指
揮
監
督
す
る
役
名
が
あ
っ
た
。
従
っ
て
庶
民
に
対
す
る
悪
徳
地
方
役
人
の

横
暴
を
取
り
締
ま
る
こ
と
が
重
要
な
任
務
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
役
目
を
遂
行
せ
ず
、
逆
に
悪
徳
地
方
役
人
と
結
託
し
た
監

司
の
蛮
行
を
人
々
は
風
刺
の
形
で
描
い
た
が
、
そ
れ
は
、
風
刺
と
は
い
え
、
書
か
れ
た
内
容
を
読
め
ば
具
体
的
に
誰
の
ど
の
よ
う
な
行
為

が
描
か
れ
て
い
る
か
が
分
か
る
よ
う
な
仕
組
み
と
な
っ
て
い
た

（
41
）

。

日
本
で
も
中
国
で
も
宮
廷
で
愛
玩
動
物
を
飼
い
、
愛
玩
動
物
と
し
て
の
猫
が
流
行
っ
た
時
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
韓
国
の
場
合
、
宮
廷

で
猫
を
飼
っ
た
と
い
う
明
確
な
資
料
は
ま
だ
見
つ
か
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
王
の
日
常
に
現
れ
た
猫
の
逸
話
を
紹
介
す
る
。

江
原
道
五
臺
山
に
は
大
韓
佛

曹
溪
宗
の
本
寺
で
有
名
な
月
精
寺
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
隣
に
は
新
羅
聖
徳
王
二
三
（
七
二
四
）

年
に
建
て
ら
れ
た
上
院
寺
が
位
置
し
て
お
り
、
そ
の
寺
の
文
殊
殿
の
階
段
の
横
下
に
二
つ
の
「
猫
石
象
」
が
あ
る
。
こ
の
猫
石
象
に
は
朝

鮮
時
代
の
七
代
の
王
、
世
祖
（
一
四
五
五
〜
一
四
六
八
）
の
逸
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
あ
る
日
、
世
祖
が
上
院
寺
の
仏
殿
に
入
ろ
う
と

し
た
と
き
、
突
然
、
現
れ
た
二
匹
の
猫
に
裾
を
引
っ
張
ら
れ
、
入
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
三
回
も
続
き
、
不
思

議
に
思
っ
た
世
祖
は
そ
の
理
由
を
調
べ
さ
せ
て
み
た
ら
、仏
殿
の
中
に
世
祖
の
命
を
狙
っ
て
い
た
刺
客
が
隠
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

猫
に
よ
っ
て
命
を
拾
っ
た
世
祖
は
猫
の
殺
生
の
禁
止
を
命
し
、
上
院
寺
に
は
猫
石
象
を
置
か
せ
、
そ
の
恩
に
報
い
た
と
い
う

（
42
）

。

ま
た
、
朝
鮮
時
代
一
九
代
王
、
肅
宗
（
一
六
七
四
〜
一
七
二
〇
）
は
猫
を
可
愛
が
っ
た
王
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
肅
宗
は
猫
を
金
孫

と
呼
び
、
食
事
を
す
る
時
も
隣
に
置
か
せ
、
肉
を
や
っ
た
り
し
た
。
肅
宗
が
崩
御
す
る
と
金
孫
は
何
に
も
食
べ
ず
に
餓
死
し
た
。
こ
の
猫

は
儀
の
あ
る
猫
だ
と
い
い
、
肅
宗
を
葬
っ
た
と
こ
ろ
の
隣
に
埋
め
て
や
っ
た
と
い
う
。
こ
の
猫
は
儒
教
の
徳
目
で
あ
る
「
忠
」
と
「
義
」

の
模
範
に
な
る
動
物
と
し
て
表
象
さ
れ
て
い
る

（
43
）

。

以
上
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
韓
国
の
猫
は
日
本
と
は
異
な
る
趣
で
現
れ
た
。
つ
ま
り
、
多
様
な
猫
の
イ
メ
ー
ジ
が
共
存
し
て
い
る
日

国際日本学論叢
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本
と
は
違
っ
て
、
王
に
忠
誠
を
尽
く
さ
な
い
「
姦
臣
」
を
、
不
正
を
働
き
、
私
欲
を
肥
や
す
た
め
に
庶
民
を
苦
し
め
た
「
貪
官
汚
吏
」
を

猫
に
喩
え
、
当
時
の
支
配
層
を
批
判
、
ま
た
は
揶
揄
し
た
も
の
が
多
く
見
ら
れ
る
。

韓
国
は
猫
そ
の
も
の
へ
の
関
心
よ
り
も
、
も
っ
ぱ
ら
「
道
徳
的
価
値
」
に
照
ら
し
て
、「
批
判
」
や
「
揶
揄
」
の
た
め
の
道
具
と
し
て

猫
が
用
い
ら
れ
る
傾
向
が
強
い
。
も
ち
ろ
ん
猫
が
登
場
す
る
物
語
の
一
部
に
は
日
本
に
多
く
み
ら
れ
る
多
面
的
な
要
素
が
「
痕
跡
」
や

「
断
片
」
と
し
て
わ
ず
か
に
残
っ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
は
あ
る
が
、
よ
り
持
続
的
に
み
ら
れ
る
傾
向
は
猫
の
特
徴
を
「
道
徳
的
価
値
」

の
判
断
基
準
に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
画
一
的
で
教
条
的
な
猫
の
イ
メ
ー
ジ
が
内
面
化
さ
れ
、
今
日
ま
で
続
い
て

い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
が
朝
鮮
時
代
の
国
教
で
あ
っ
た
儒
教
（
主
に
朱
子
学
）
の
影
響
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
猫
が
儒
教

の
「
忠
」
と
「
義
」
を
代
表
す
る
動
物
と
し
て
表
象
さ
れ
た
逸
話
も
あ
る
が
、
一
般
的
に
朝
鮮
時
代
に
儒
教
徳
目
を
教
え
る
際
、
よ
く
喩

え
ら
れ
た
動
物
は
「
犬
」
で
あ
る
。
一
方
、
猫
は
恩
を
知
ら
ぬ
動
物
と
し
て
「
犬
」
と
正
反
対
の
イ
メ
ー
ジ
で
語
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
今

の
と
こ
ろ
暫
定
的
で
は
あ
る
が
、
儒
教
が
韓
国
に
お
け
る
猫
の
イ
メ
ー
ジ
形
成
過
程
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
今
後
さ
ら
に

厳
密
な
検
証
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

本
論
が
対
象
と
し
た
の
は
、
日
本
と
韓
国
に
お
け
る
猫
に
対
す
る
表
象
の
問
題
を
読
み
解
く
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
古
典
文
献

に
登
場
す
る
猫
に
関
す
る
表
象
の
異
同
・
変
化
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
、
そ
こ
に
現
わ
れ
る
両
国
の
文
化
の
一
端
の
解
明
で
あ
っ
た
。

猫の表象をめぐる日本と韓国の比較文化
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古
典
文
献
を
中
心
に
辿
っ
て
み
た
両
国
の
猫
の
表
象
と
そ
の
変
遷
は
早
い
時
期
か
ら
大
き
な
相
違
が
み
ら
れ
た
。
日
本
の
場
合
は
王
朝

文
化
と
庶
民
文
化
と
い
う
二
つ
の
異
な
る
視
線
で
描
か
れ
、
王
朝
文
化
で
は
上
品
な
愛
玩
動
物
と
し
て
、
庶
民
文
化
で
は
、
猫
ま
た
、
化

け
猫
と
い
う
怪
異
の
イ
メ
ー
ジ
と
招
き
猫
な
ど
、
庶
民
の
暮
ら
し
の
中
で
の
身
近
な
動
物
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
共
存
し
て
現
れ
た
。

韓
国
の
場
合
は
猫
そ
の
も
の
へ
の
関
心
よ
り
も
、
道
徳
的
価
値
に
照
ら
し
て
、
批
判
や
揶
揄
の
た
め
の
道
具
と
し
て
猫
が
用
い
ら
れ
る

傾
向
が
強
く
現
れ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
両
国
の
猫
の
表
象
を
考
察
す
る
こ
と
で
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
具
体
的
な
猫
の
仕
草
や
行
動
に
新
し
い
意
味
を
付

与
し
た
日
本
と
異
な
り
、
韓
国
で
は
、
猫
そ
の
も
の
よ
り
も
あ
く
ま
で
も
「
〜
で
あ
る
べ
き
」
猫
の
役
割
が
前
提
と
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ

た
。
そ
の
前
提
を
基
準
に
人
々
は
猫
に
対
す
る
期
待
を
持
つ
も
の
の
、
そ
の
期
待
は
猫
の
行
動
に
よ
っ
て
裏
切
ら
れ
、「
裏
切
ら
れ
た
」

と
い
う
感
情
が
、「
猫
＝
憎
ら
し
い
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
動
か
し
難
い
も
の
に
し
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
両
国
の
猫
の
表
象
は
、
日
本
の
場
合
は
、
平
安
時
代
か
ら
形
成
さ
れ
て
き
た
猫
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
と
に
江
戸
時
代
に
、
韓

国
の
場
合
は
朝
鮮
時
代
を
背
景
と
し
て
定
着
し
た
。

日
本
の
場
合
は
、
猫
に
対
す
る
畏
怖
や
様
々
な
表
象
が
、
江
戸
時
代
の
流
行
神
、
ペ
ッ
ト
ブ
ー
ム
、
そ
し
て
江
戸
時
代
に
流
行
し
た
歌

舞
伎
に
猫
が
登
場
す
る
こ
と
で
、
一
般
に
広
く
猫
の
「
人
格
化
」
と
「
神
格
化
」
が
行
わ
れ
た
。
韓
国
の
場
合
は
儒
教
が
国
教
で
あ
っ
た

朝
鮮
時
代
を
背
景
に
道
徳
的
（
儒
教
的
）
価
値
観
に
絶
対
的
な
基
準
を
置
き
、
猫
の
行
動
を
も
道
徳
的
に
判
断
し
、
ま
た
は
批
判
す
る
対

象
を
猫
に
見
立
て
た
こ
と
な
ど
か
ら
猫
に
対
す
る
負
の
イ
メ
ー
ジ
が
画
一
的
に
形
成
さ
れ
た
側
面
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

現
在
、
韓
国
で
は
、
約
一
〇
年
前
か
ら
猫
を
ペ
ッ
ト
と
し
て
飼
う
人
口
が
急
増
し
て
い
る

（
44
）

。
そ
れ
と
関
連
し
て
、
韓
国
に
お
け
る
猫
の

イ
メ
ー
ジ
が
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
身
近
な
存
在
へ
と
変
わ
り
つ
つ
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
変
化
は
ま
だ
仮
説
の
域
を
越
え
な
い
が
、
韓
国

国際日本学論叢
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社
会
の
中
心
的
な
価
値
観
で
あ
っ
た
儒
教
的
な
考
え
方
の
崩
壊
の
一
面
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

猫
を
含
む
動
物
観
が
今
日
の
社
会
や
文
化
の
中
で
持
つ
意
味
を
考
察
す
る
こ
と
と
、
動
物
に
関
す
る
シ
ン
ボ
ル
や
表
象
な
ど
を
伝
え
、

書
き
残
し
た
人
々
の
思
考
と
、
そ
れ
ら
の
人
々
が
持
つ
動
物
観
を
知
る
こ
と
は
、
人
間
観
や
世
界
観
を
知
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
で
あ
ろ

う
。

猫の表象をめぐる日本と韓国の比較文化

四
五

註（
１
）

文
学
雑
誌
の
「
猫
」
特
集
に
は
、『
ユ
リ
イ
カ
』
一
九
七
三
年
一
二
月
号
。『
国
文
学
』「
猫
の
文
学
博
物
館
」
学
燈
社
、
一
九
八
二
年
九
月
号
。『
ユ
リ

イ
カ
』「
猫
　
こ
の
可
愛
ら
し
く
も
不
思
議
な
隣
人
」
二
〇
一
〇
年
一
一
月
号
。
こ
れ
以
外
の
書
物
に
は
、
熊
井
明
子
『
猫
の
文
学
散
歩
』
朝
日
文
庫
、
一

九
九
五
年
。
堀
江
珠
喜
『
猫
の
比
較
文
学
』
ミ
ネ
ル
ブ
ァ
書
房
、
一
九
九
六
年
。
な
ど
が
あ
る
。

（
２
）

白
川
静
『
字
通
』
平
凡
社
、
一
九
九
六
年
、
一
三
四
六
頁
参
照
。
ち
な
み
に
、「
子
（
ね
）
の
日
」
と
は
、
十
二
支
の
子
に
当
た
る
日
。
特
に
正
月
の

最
初
の
子
の
日
。

（
３
）

中
西
裕
「
日
本
「
猫
」
の
文
学
史
序
説
（
一
）
―
唐
猫
の
頃
ま
で
」『
日
本
文
学
誌
要
』
第
三
七
号
、
法
政
大
学
、
一
九
八
七
年
、
七
五
〜
八
七
頁
参

照
。

（
４
）
「
日
本
霊
異
記
　
上
巻
第
三
〇
」『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
一
〇
』
小
学
館
、
一
九
九
五
年
。
原
文
、
現
代
訳
参
照
。

（
５
）

註
３
同
書
。

（
６
）
「
王
朝
ブ
ラ
ン
ド
品
」
と
い
う
言
葉
は
河
添
房
江
『
光
る
源
氏
が
愛
し
た
王
朝
ブ
ラ
ン
ド
品
』
角
川
選
書
、
二
〇
〇
八
年
で
使
わ
れ
た
言
葉
。

（
７
）

増
補
「
史
料
大
成
」
刊
行
会
、『
増
補
「
史
料
大
成
」
歴
代
宸
記
』
臨
川
書
店
、
一
九
六
五
年
、
九
頁
。

（
８
）

河
添
房
江
、
註
６
同
書
（
二
〇
二
〜
二
〇
五
頁
）
お
よ
び
、
宮
崎
荘
平
「
王
朝
文
学
に
猫
を
見
た
」『
国
文
学
―
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
第
二
七
巻
一

二
号
、
學
燈
社
、
一
九
八
二
年
、
五
三
頁
参
照
。

（
９
）

原
文
は
註
７
同
書
。
お
よ
び
註
６
同
書
、
五
四
頁
参
照
。

（
10
）

こ
の
よ
う
に
人
間
並
み
で
飼
わ
れ
て
い
る
愛
玩
動
物
と
し
て
の
唐
猫
の
話
は
、『
小
右
記
』（
長
保
元
（
九
九
九
）
年
九
月
十
九
日
）
に
も
記
さ
れ
て
い

る
。
一
条
天
皇
の
猫
好
き
は
宮
中
で
生
ま
れ
た
猫
の
た
め
に
産
養
の
儀
式
を
行
い
、
猫
に
五
位
の
地
位
を
与
え
、
馬
の
命
婦
と
い
う
乳
母
ま
で
付
け
た
と
い

う
。
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（
11
）
「
枕
草
子
」『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
一
八
』
小
学
館
、
一
九
九
九
年
。
順
番
で
、
三
八
頁
、
一
〇
九
頁
、
一
六
八
〜
一
六
九
頁
。
原
文
と
解
釈
参
照
。

（
12
）

以
下
の
原
文
・
現
代
訳
は
「
源
氏
物
語
」（
若
菜
上
）（
若
菜
下
）『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
二
三
』
小
学
館
、
一
九
九
五
年
参
照
。

（
13
）

註
６
同
書
。

（
14
）

神
田
洋
「
柏
木
と
猫
の
夢
」『
物
語
研
究
』
四
号
、
物
語
研
究
、
一
九
八
三
年
、
一
〜
九
頁
参
照
。

（
15
）

小
学
館
国
語
辞
典
編
集
部
、『
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
』
第
一
〇
巻
、
小
学
館
、
二
〇
〇
一
年
、
一
〇
六
一
頁
。
二
つ
目
の
意
味
は
「
男
を
た
ぶ
ら

か
す
芸
妓
や
娼
婦
」
と
さ
れ
て
あ
る
。

（
16
）
「
今
昔
物
語
集
④
」『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
三
八
』
小
学
館
、
二
〇
〇
二
年
。

（
17
）

同
右
。

（
18
）

石
崎
等
「
日
本
文
学
の
中
の
「
猫
」」『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
一
九
七
九
年
六
月
号
、
至
文
堂
、
一
九
七
九
年
、
一
一
〇
頁
。

（
19
）

稲
村
榮
一
『
訓
註
明
月
記
』
第
六
巻
、
松
江
今
井
書
店
、
二
〇
〇
三
年
、
一
一
三
頁
。

（
20
）

西
尾
実
・
安
良
岡
康
作
『
新
訂
徒
然
草
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年
、
一
五
五
頁
。

（
21
）

註
15
同
書
、
六
六
三
頁
。

（
22
）

横
山
泰
子
『
江
戸
歌
舞
伎
の
怪
談
と
化
け
物
』
講
談
社
、
二
〇
〇
八
年
、
八
三
頁
。

（
23
）

同
右
、
四
〜
九
頁
参
照
。

（
24
）

関
敬
吾
『
日
本
昔
話
大
成
』
角
川
書
店
、
一
九
七
九
年
参
照
。

（
25
）

註
15
同
書
、
第
一
二
巻
、
四
八
九
頁
。

（
26
）

宮
崎
良
好
は
招
き
猫
の
由
来
が
不
明
確
さ
で
あ
る
こ
と
が
招
き
猫
の
信
仰
・
神
秘
性
を
保
つ
秘
訣
で
は
な
い
か
と
述
べ
た
。
他
の
説
と
し
て
は
「
浅
草

の
今
戸
焼
招
き
猫
」、「
薄
雲
の
愛
猫
説
」、「
金
猫
銀
猫
説
」、「
丸
〆
猫
」
の
説
が
あ
る
。
順
番
で
、
荒
川
千
尋
、「
招
き
猫
発
祥
伝
説
の
東
西
」『
招
き
猫
の

文
化
誌
』
日
本
招
き
猫
倶
楽
部
編
、
二
〇
〇
一
年
、
一
二
頁
。
お
よ
び
、
宮
崎
良
好
『
招
き
猫
の
文
化
誌
』
青
弓
社
、
一
九
八
八
年
、
九
九
〜
一
〇
二
頁
参

照
。
小
島
瓔
禮
「
招
き
猫
の
起
源
」
二
〇
〇
一
年
、
七
頁
。
ち
な
み
に
、
招
き
猫
の
由
来
を
中
国
か
ら
だ
と
み
る
説
も
あ
る
。
中
国
の
招
き
猫
は
長
寿
の
意

味
を
持
ち
、
今
は
ほ
ぼ
消
滅
し
た
伝
統
文
化
だ
と
い
う
。
現
在
、
中
国
の
招
き
猫
は
日
本
か
ら
逆
輸
入
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
河
野
貴
美
子
「
中
国
伝

統
芸
術
の
猫
と
福
を
招
く
神
」『
招
き
猫
の
文
化
誌
』
日
本
招
き
猫
倶
楽
部
編
、
八
二
〜
一
〇
〇
頁
参
照
。

（
27
）

荒
川
千
尋
、「
招
き
猫
発
祥
伝
説
の
東
西
」『
招
き
猫
の
文
化
誌
』
日
本
招
き
猫
倶
楽
部
編
、
二
〇
〇
一
年
、
一
二
頁
。

（
28
）

註
26
の
宮
崎
良
好
の
書
参
照
。
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（
29
）

註
24
同
書
。

（
30
）

李
秉
根
「

（
猫
）

語
彙
史
」『

（
語
彙
史
）』

、
二
〇
〇
四
年
、
一
〇
四
〜
一
三
二
頁
参
照
。
ち
な
み
に
、
韓
国
で
は
猫
を
呼

ぶ
と
き
「

（
ナ
ビ
）」
と
も
呼
ぶ
が
、
そ
れ
は
「
猿
」（
語
源
は
「

（
ナ
ム
）」）
と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
て
い
て
註
目
に
値
す
る
。

『

（
国
語
語
彙
の
通
史
的
研
究
）』
ソ
ウ
ル
、

、
二
〇
〇
八
年
参
照
。

（
31
）
「
柳

臣
」『
高
麗
史
』（
巻
一
百
二
十
五
、
列
傳
　
巻
第
三
十
八
）、
国
史
編
纂
委
員
会
「
韓
国
史
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」h

ttp
://w

w
w
.h
istory

.g
o.k

r/

url.jsp?ID
=
N
IK

H
.D

B
-kr_125_0010_0130

（accessed
2010.12.03

）。『
高
麗
史
』（
巻
五
十
七
　
志
　
巻
第
十
一
）「
地
理
　
二
、
全
羅
道
、
寶
城
郡
」

http://w
w
w
.history.go.kr/url.jsp?ID

=
N
IK

H
.D

B
-kr_057_0010_0020_0130_0010

（accessed
2010.

12.
03

）
に
も
同
様
の
内
容
が
記
さ
れ
て
い

る
。

（
32
）

註
30
同
書
参
照
。

（
33
）

同
右
。

（
34
）

韓
国
文
化
象
徴
事
典
編
纂
委
員
会
『

（
韓
国
文
化
象
徴
事
典
）』
東
亜
出
版
社
、
一
九
九
二
年
、
五
七
頁
。

（
35
）
「
暗
行
御
史
（

＝
ア
ム
ヘ
ン
オ
サ
）」
朝
鮮
時
代
、
王
命
を
受
け
、
地
方
を
巡
行
し
な
が
ら
悪
政
を
究
明
し
、
民
政
を
見
回
し
た
秘
密
監
察
職
。

（
36
）
『
中
宗
實
録
』
七
七
巻
、
中
宗
二
九
（
一
五
三
四
）
年
七
月
二
二
日
、
四
番
目
記
事
。「
朝
鮮
王
朝
実
録
情
報
化
サ
イ
ト
」http

://sillok
.h
istory

.g
o.k

r/

inspection/inspection.jsp?m
T
ree=

0&
id=

w
ka_102&

pId=
w
ka_102

（accessed
2010.12.03

）
参
照
。
以
下
は
原
文
。

「
昔
有
老
猫
、（
瓜
牙
）〔
爪
牙
〕
皆
病
、
搏
噬
之
才
已
盡
、
無
計
捕
鼠
。
飜
出
耳

無
毛
之
處
、
冒
之
於
頭
而
行
、
呼
唱
曰：

「
我
則
今
已
發
慈
悲
之
心
、

削
髮
爲
僧
、
安
得
與
大
象
、
共
做
精
進
之
功
乎
」
群
鼠
然
猶
畏
服
、
莫
敢
出
矣
、
及
窺
見

頭
之

、
大
信
其
言
而
出
應
、
推
尊
老
猫
、
爲
猫
首
座
。
首
座

居
首
、
鼠
輩
以
大
小
之
次
而
立
、
爲
法
席
之
會
。
繞
旋
之
際
、
細
鼠
之
行
、
當
首
座
之
口
。
前
行
及
佛
後
障
蔽
之
處
、
輒

呑
之
。
以
是
徒
象
日
縮
、
或
疑

首
座
之
所
爲
、
而
信
惑
者
、
至
於
發
怒
、
而
言
其
不
然
。
及
其
考
視
首
座
遺
（
矢
）〔
失
〕
中
、
有
鼠
毛
、
然
後
知
其
陷
於
老
猫
術
中
。
云
。
爲
此

者
、

非
以
士
林
比
鼠
、
但
取
其
意
而
譏
之
。
若
以
安
老
比
猫
、
則
不
是
無
意
、
古
亦
有
」。

（
37
）

士
林
（

=

サ
リ
ム
）
は
朝
鮮
時
代
に
性
理
学
を
研
究
し
た
学
者
文
人
た
ち
。
特
に
一
六
世
紀
、
在
野
士
類
を
背
景
と
し
た
政
治
勢
力
士
類
・
士

人
・
儒
林
。

（
38
）

金
安
老
（

、
一
四
八
一
〜
一
五
三
七
）
は
朝
鮮
前
期
の
権
臣
。
権
力
乱
用
に
よ
り
弾
劾
さ
れ
、
流
さ
れ
た
が
、
ま
た
起
用
さ
れ
た
。
そ
の
後
も

暴
政
を
行
い
、
文
定
王
后
の
廃
位
を
企
ん
だ
が
発
覚
さ
れ
、
再
び
流
さ
れ
賜
死
し
た
。
韓
国
学
中
央
研
究
院
「
韓
国
歴
代
人
物
総
合
情
報
シ
ス
テ
ム
」

http://people.aks.ac.kr/front/tabC
on/ppl/pplV

iew
.aks?pplId=

P
P
L
_6JO

a_A
1481_1_0002077

（accessed
2010.12.03

）
参
照
。
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（
39
）

丁
若

「
狸
奴
行
」『

（
国
訳
茶
山
詩
文
集
）』
第
五
巻
、
民
族
文
化
推
進
委
員
会
編
、
ソ
ウ
ル
（
在
）
民
族
文
化
推
進
委
員
会
、
一

九
八
三
年
。
か
ら
原
文
一
部
引
用
。

（
40
）

「

（
韓
中
寓
言
の
動
物
表
徴
）」『

』
一
三
七
号
、
延
世
大
学
国
学
研
究
院
、
二
〇
〇
七
年
、
三
〇
一
〜
三

三
三
頁
参
照
。

（
41
）

こ
の
よ
う
に
捕
る
べ
き
鼠
を
捕
ら
な
い
猫
の
道
理
に
外
れ
た
行
動
に
た
と
え
、
当
時
の
社
会
を
批
判
し
た
文
献
は
少
し
時
代
を
さ
か
の
ぼ
る
と
崔
演

（
一
五
〇
三
〜
一
五
四
九
）
の
「

捕
鼠

」『
艮
齋
先
生
文
集
』
第
十
一
巻
雜
著
に
も
現
れ
る
。「
余
乃
嗟
然
歎
曰
。
此

受
人
育
怠
其
職
。
何
異
法
官
不

勤
觸
邪
。
強
吏
不
勤
扞
敵
哉
」
か
ら
猫
が
ど
う
比
喩
さ
れ
た
の
か
が
わ
か
る
。「

捕
鼠

」
で
は
猫
と
鼠
を
や
っ
つ
け
る
豹
柄
の
毛
を
持
つ
猫
が
登
場
す

る
（「
則
豎
瞳

金
。
文
毛
斑
豹
。
磨
牙
張
瓜
。
晝
巡
夜
伺
」）
が
、
こ
の
猫
は
お
そ
ら
く
、
猫
で
は
な
く
、
韓
国
を
代
表
す
る
動
物
と
さ
れ
て
い
る
「
虎
」

を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。

（
42
）

『

（
月
精
寺
）』

、
二
〇
〇
九
年
、
一
五
七
頁
参
照
。

（
43
）

註
34
同
書
、
五
九
頁
参
照
。

（
44
）

「
韓
国
伴
侶
動
物
の
現
状
と
実
態
」『

』
四
一
巻
一
〇
号
、

、
二
〇
〇
五
年
。

参
考
文
献

伊
藤
亜
人
他
監
修

『
朝
鮮
を
知
る
事
典
』

平
凡
社
、
一
九
八
六
年
。

岡
田
章
雄

『
日
本
人
の
生
活
文
化
史
①
犬
と
猫
』

毎
日
新
聞
社
、
一
九
八
〇
年
。

奥
野
卓
司
・
秋
篠
宮
文
仁
編
著

『
動
物
観
と
表
象
』

岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
年
。

木
村
喜
久
弥

『
猫
―
そ
の
歴
史
、
習
性
、
人
間
と
の
関
係
』

法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
六
年
。

グ
リ
ッ
グ
ズ
、
キ
ャ
サ
リ
ン
・
Ｍ
、『
猫
の
フ
オ
ー
ク
ロ
ア
』

ア
ン
へ
リ
ン
グ
訳
、
誠
文
堂
新
光
社
、
一
九
八
三
年
。

塚
本
学

『
江
戸
時
代
人
と
動
物
』

日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
、
一
九
九
五
年
。

中
村
禎
里

『
日
本
人
の
動
物
観
　
変
身
譚
の
歴
史
』

星
雲
社
、
二
〇
〇
六
年
。

袋
小
路
冬
彦

『
１
０
０
１
匹
の
お
か
し
な
猫
た
ち
』

国
書
刊
行
会
、
一
九
九
三
年
。

横
山
泰
子

「
化
け
猫
、
海
を
渡
る
」『
浮
世
絵
芸
術
』
一
五
二
号
、
国
際
浮
世
絵
学
会
、
二
〇
〇
六
年
。

「
妖
怪
を
作
り
出
す
江
戸
時
代
人
―
手
品
本
に
見
ら
れ
る
「
妖
怪
手
品
」
の
系
譜
」『
民
族
芸
術
』
第
二
二
巻
、
民
族
芸
術
学
会
、
二
〇
〇
六
年
。
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『
33

（
33
類
動
物
か
ら
見
た
わ
が
文
化
表
徴
体
系
）』

、
二
〇
〇
一
年
。

R
obert

D
arnton

『

（
猫
の
大
虐
殺
）』

訳
、

、
二
〇
〇
八
年
。

猫の表象をめぐる日本と韓国の比較文化
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Abstract

There is no other animal than cats which have a clear difference in image

between Korea and Japan. When we turn to “classical literature” with the

features of “oral literature” in mind, we will notice the widening gap between

the two countries. In Japan, cats are described from two viewpoints, namely,

court culture and popular culture. In the former, cats are taken as elegant

pets. In the latter, however, they are supposed to be mysterious, described

as the two-tail “nekomata” or the metamorphic cat on the one hand and they

are familiar animals as symbolized in the beckoning cat on the other. But in

Korea, cats are not taken as themselves, they are mainly utilized as icons to

“criticize” or “ridicule” according to “mores.”

Through the comparison, it can be said that the difference in the image of

cats between the two nations derives from the difference in religious and

historical background.In Japan this image seems to have been fixed during

the Edo Era, based on the history since the Heian Era. Korea, on the other

hand, was in the background of the Joseon Dynasty Period. Particularly, in

Japan, the “personification” and “deification” of developed through the

“faddish gods”, the pet boom, and the Kabuki featuring cats during the Edo

Era. In Korea, during the Joseon Dynasty when Confucianism was the

formal religion, absolute significance was placed on “mores” (Confucian

values). Therefore, the behavior of cats was also put to moral judgment, and

cats were chosen as objects of criticism. This seems to have formed the

negative image of cats.
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